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菩
薩
と
は
な貿
舞
り

多
く
の
経
典
か
ら

”
さ
と
り
の
完
成
を
求
め
る

者
“
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
『
維
摩
経
』
に
は
、

人
々
の
苦
悩
を
「我
が
こ
と
」
と
受
け
止
め
る
、
菩
薩

の
心
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

人
々
を
思

っ
て
や
ま
な
い
菩
薩
の
心
を
通
し
て
、

私
た
ち
は
、
他
人
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
や
、

共
に
歩
む
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
ら
れ
ま
す
。

『維
摩
経
』

主
人
公
は
維
摩
居
士
と

い
う
在
家
者

で
す
。
在
家

者

の
さ
と
り
を
説
く
大
乗
仏
教

の
特
徴
が
顕
著
な

経
典
と
も

い
え
る
で
し
ょ
う
。

釈
尊
は
、
病
床
に
あ
る
維
摩
居
士
を
見
舞
う
よ
う

多
く
の
菩
薩
た
ち
に
告
げ
ま
す
。
し
か
し
、
誰

一
人

と
し
て
手
を
挙
げ
る
者
は

い
ま
せ
ん
。

維
摩
居
士

は
、
ど

の
書
薩
よ
り
も
説
法

に
巧
み

で
、
時
に
書
薩
を
や
り
こ
め
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

そ
ん
な
中
、
意
を
決
し
た
文
殊
菩
薩
が
見
舞

い
に

行
き
、
維
摩
居
士
の
病
に

つ
い
て
尋
ね
た
と
き
に
、

返

っ
て
き
た
の
が
こ
の
言
葉
で
す
。

七
祖
の
お

一
人
曇
鸞
大
師
は
、
『往
生
論
註
』
に

『
維
摩
経
』
を
多
く
引
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
親
鸞

聖
人
は
、
そ
の
ご
文
を

『教
行
信
証
寅

『註
釈
版
和
霊
Ｌ

〓
二

九
頁
）
、
『
入
出

二
門
偶
』
亀
註
釈
版
聖
典
』
五
四
九

頁
）
に
引
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

金
沢
　
豊
（教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
助
手
）

『４
奪
詰
‘
震
姿
』
春
十
「夫
ス
締
利
間
疾
鳥
第
ユ
」よ
り
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この記事は、一時間以上に

1■ で行なわれたインタビュー

を増くまとめたものです.

―
真
宗
と
の
最
初
の
出
遇
い
は
？

若
〓

え

、
一矢
達
と
読
書
会
を
や
コ
、
ま
し
た

Ｉ
で

の
友
達
が
●
田
百
三
さ
ん
の
「
出
家
と
そ
の
弟
手
す
τ

持
二

主
書

レて
ダ

あ

本
，

畔
に
一
煩
悩
障
眼
雖
不
見

人
悲
無
倦
常
照
我

‐，

手
［
露
、
あ
―，
ま
し
た
．

そ
れ
を
見
た
時
に
、
ヽ
ア
つ
い
か
ら
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も
、
回́
こ
う

か
ら
見
ら
れ
て
い
る
、
常
に

護
ら
れ
て
い
る
、
そ
う
い
つ
の
を
非
常
に
印
象
深
く
読

ん
だ
．
直
感
的
に
違
う

世
界
が
あ
る
と
感
じ
た
ん
で

す
ね
．
知
る
者
と
し
て
自
分
を
捉
え
る
ん
じ
ゃ
な
く

て
、
知
ら
れ
る
者
と
し
て
あ
る
、
そ
う
で
つ
風
な
逆
転

が
非
常
に
印
象
的
だ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
ね
。

年
は
十
人
か
十
九
く
る
い
で
す
ね
．

仏
教
に
本
格
的
に
遇
う
の
は
、
そ
の
後
、
行
信
教
校

へ
行
コ
ヽ
か
ら
で
す
な
ｔ

ｌ
行
信
教
校

で
は
ど
の
よ
う
な
講
義
を
？

遠
藤
秀
善
先
生
の
講
義
は
非
常
に
高
度
で
、
当
時

の
私
に
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
か
っ
た
。
だ
け
ど
ね
、

分
か
り
た
い
コ
に
い
つ
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る

講
義
だ
っ
た
。
先
生
の
人
徳
が
そ
う
さ
せ
た
ん
で
し
ょ

つヽ
か
０．

個
人
的
な
指
導
も
い
た
だ
い
た
、
山
本
仏
骨
先
生

の
講
義
は
、
非
常
に
論
理
幣
然
と
し
て
分
か
り
易
い
．

だ
か
ら
、

，
あ

講
義
で
仏
教
夕
に
い
つ
の
が
、
少
し
ず
つ

開
け
一ヽ
い
く
′年

すヽ
〓

遠
藤
先
生
と
山
本
先
生
、
お
二
人
の
ヨ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
良
か
っ
た
ん
で
す
な
ｒ
実
一

―
先
生
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
？

一
年
の

下
７
期
に
山
本
先
生
か
ら

で
選
択
集
』
の
解

釈
書

『
指
津
録
』
を
読
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
［
非
常

に
分
か
り
易
く
て
ス
ッ
と
読
め
ま
し
た
こ
分
か
り
易
い

か
ら
余
計
、
『
選
択
集
」
が
論
理
を
飛
躍
し
て
展
開
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
気
―す
か
さ
れ
ま
し
た
．́

れヽ
で
、

，
）の

「
選
択
集
』
の
飛
躍
し
て
る
と
こ
ろ
を
ち
ゃ
ん
と
し
た

ノ
■
、、
法
然
教
学
を
ま
と
め
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。

こ
れ
で

，́
あ

後
、
教
員
に
な
っ
て
「
選
択
集
』
を
最
後

ま
で
ず
７
こ
講
義
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

五
十
歳
に
な
っ
て
『
法
然
教
学
の
研
究
』
を
書
い
て

か
ら
は
、
法
然
聖
人
と
親
鸞
聖
人
の
違
い
に
つ
い
く
見

て
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
は
、
お
二
人
が
非
常
に
接
近

し
て
い
る
と
い
つ
か
、
ス
ッ
と
繋
が
っ
て
い
く
こ
Ｌ
が
あ

る
と
思
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
（

―
後
学
の
者

へ
、
励
ま
し
の
言
葉
や
お
薦
め
の

書
籍
を
教
え
て
下
さ
い
。

私
に
は
、
そ
う
い
つ

アヽ
」
を
で
き
る
よ
う
な
も
の
は

何
も
な
い
ん
（―

、

今
思
う

の
は
、
も
う

い
っ
ぺ
ん
あ
の
お
経
を
読
み
た

い
な
と
か
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
き
ち
っ
と
通
読
し
た
い
な
と

感
じ
ま
す
ね
。
お
経
は
、
何
回
も
読
ん
だ
ら
、
そ
の
た

び
に
新
し
い
視
点
や
ら
、
考
え
方
、
味
わ
い
方
と
い
う

よ
う
な
も
の
を
開
い
て
下
さ
い
ま
す
の
で
ね
．

ま
ず
は
、
一
番

肝
心
の
二
部
経
と
七
祖
聖
教
を
も

う

一
度
じ
っ
く
り
読
ま
な
あ
か
ん
な
と
思
う
ん
で
す
．

例
え
ば

『
大
経
』
は
、
始
終
読
′ん
で
る
ん
で
す
け
ど
、
実

は
読
み
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
な
ん
ぼ
で
も
あ
り
ま

す
わ
．
一説
ん
で
る
ん
で
す
よ
、
一薔
葉
で
は
．
だ
け
ど
全

然
ヽ
ヽ

ち
に
響
い
て
な
か
っ
た
。
そ
う

い
う
音
一味
で
は

何
度
で
も
読
み
た
く
な
り
ま
す
な
．

も
う

一
つ
は
、
い
ろ
ん
な
お
経
や
論
書
を
も
う

一
度

読
み
た
い
な
と
．
『
摂
大
乗
論
』
な
ど
を
も
う

一
度
読

み
た
い
Ｌ
華
厳
経
』
の
「
人
法
界
品
」
あ
た
り
も
。
し

か
し
ね
、
も
う

い
っ
ぺ
ん
読
む
ち
？
つ
っ
た
コ
、

あ
れ

を
目
の
前
に
置
い
た
途
端
に
、
あ
あ
こ
ん
だ
け
あ
る
ん

や
っ
て
，
（笑
一

そ
ん
な
ん
で
、
一れ
み
た
い
本
ば
っ
か
り
、
そ
ん
な
感

じ
が
し
て
ま
す
な
ｃ

ｔ

ｉ
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「浄
圭
糞
宗
φ
救
い
命
よ
る
こ
び
」
０
第

一
殿
ほ
は
、
浄
土
真
宗
の
機
本
で
あ
る

阿
弥
陀
鑢
来
の
本
願
が

中蘭
驚
阿
弥
陀
仏
」
の
よ
び
藁
と
な

っ
て
、

私
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ

つ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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綴
′よ

阿
弥
陀
如
来
は

「
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る

も

の
を
、
か
な
ら
ず
救
う
」
と
い
つ
本
願
を
た
て

ら
れ
た
仏
さ
ま
で
す
。

私
た
ち
衆
生
を
願
い
の
対
象
と
し
た
阿
弥
陀

如
来
の
本
願
は
、
ひ
と
り
子
を
想
う
親
の

′し、
に
た

と
え
ら
れ
ま
す
。

親
は
子
ど
も
を
想

い
、
慈
し
み
の
心
を
向
け
て

い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
自
ら
の
身

を
ふ
り
か
え
り
、

私

・
た
ち
を
育
て
て
く
れ
た
親
の
心
に
気
づ
い
た
と

き
、
大
き
な
よ
ろ
こ
び
と
、
感
謝

の
思
い
を
抱
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

子
ど
も
が
親
の
心
に
気
づ
く
よ
り
も
前
に
、
親

の
心
は
子
ど
も
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
阿

弥
陀
如
来
は
、
私
が
願
う
よ
り
も
前
に
、
私
た
ち

を
願
い
の
対
象
と
し
、
慈
悲
？
心
を
ふ
り
向
け
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
の
人
生
は
、
決

し
て
平
ら
な

一
本
道

で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
ろ
こ
び
も
あ
れ
ば
、
避
け
が

た
い
さ
ま
ざ
ま
な
悲
し
み
、
苦
し
み
が
あ
り
ま
す
。

時
に
は
希

望
さ
え
も
見
失

っ
て
し
ま
う

こ
と
も

あ
る
で
し
ま
つ
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う

な
時

で
あ

つ
て
も

、
阿
弥

陀
如
来
の
本
願
の
は
た
ら
き
は
、
「南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
名
号
と
な
っ
て
、
常
に
私
を

目
当

て
と
し
て
は

た
ら
き
続
け
て
く
だ
さ
つ
て
い
る
の
で
す
。
い
つ
、

ど
こ
で
、
ど
の
よ
う

な
状
況
に
あ
つ
た
と
し
て
も
、

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は
、
見
捨
て
ず
に
は
お
か
な

い
と
、
私
を
よ
び
つ
づ
け
て
い
る
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
阿
弥
陀

如

来

の
本

願
の
よ
び
声

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
ま

し
た
。

今
、こ

」ヽ
に
至
り
届
い
て
い
る
「南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
六
字

の
名
号
は
、
は
る
か
な
る
過
去
か
ら
迷
い

続
け
る
私
た
ち
を
救
い
と
る
、
阿
弥
陀
如
来
の
よ

び
声

な
の
で
す
。
「
南
無

阿
弥
陀
仏
」
と
い

つ
よ

び
声
を
聞
き
ひ
ら
い
た
と
き
、
す
で
に
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
に
よ
る
救
い
の
は
た
ら
き
の
な
か
に
あ

っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字

の
な
か
に
、
つ
ね
に
私

に
よ
び
か
け
、
救
わ
ず
に
お
か
な
い
と
は
た
ら
き

続
け
て
く
だ
さ
つ
て
い
た
、
阿
弥
陀
如
来

の
ご
本

願
を
知
り
、
よ
ろ
こ
び
の
な
か
で
お
念
仏
の
毎

日

を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

中
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学
伝
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研
究
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研
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難
来
の
本
願
を
説
き
て
経
の
宗
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す
な
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黎
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玉
長

県

安
芸

教
区

深

川
組

・安

昼
至
可

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
は

か
な
ら
ず
救
う
ま
か
せ
よ
と

繭
無
阿
弥
陀
供
の
み
名
と
な
い

た
え
ず

私
に
よ
び
か
け
ま
す
。

こ
の
よ
び
声
を
き
き
ひ
ら
き

鑢
来
の
救
い
に
ま
か
す
と
き
…

若
院
さ
ん
の
声
に
つ
づ
い
て
、
お
じ
い
さ
ん
、

お
ば
あ
さ
ん
と
、
小
さ
な
女
の
子
も
い
っ
し
ょ

に
声
を
合
わ
せ
て
拝
読
し
ま
し
た
。

「
お
寺
で
お
聴
間
し
た
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
話

を
思
い
出
し
ま
し
た
」

お
ば
あ
さ
ん
が
ぶ
っ
と
感
想
を
い
わ
れ
ま

し
た
。
そ
の
横
に
い
た
女
の
子
は
、

「
お
寺
で
聞
い
た
お
話

っ
て
、
ど
ん
な
だ
っ
た

の
？
面
白
か
っ
た
？
」
　
　
　
　
　
　
　
・

と
興
味
津

々
で
す
。

お
じ
い
さ
ん
は
、

「
わ
か
り
や
す

霊
言
葉
で
書
か
れ
て
い
ま
す

ね
。
浄
土
真
宗
の
教
え

っ
て
、
こ
う

で
つ
こ
と

だ
っ
た
ん
で
す
ね
」

拝
読
し
た
後
も
、
本
を
め
く

っ
て
、
い
ろ
い

ろ
な
ペ
ー
ジ
に
目
を
通
し
て
い
ま
す
。

若
院
さ
ん
は
、
そ
の

一
人
ひ
と
り

の
言
葉

を
に
こ
や
か
に
受
け
と
め
て
、
お
話
を
さ
れ

ま
し
た
。

「
阿
弥
陀
如
来
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
私

た
ち

一
人
ひ
と
り

の
こ
と
を
想

い
、
救
わ
ず

に
は
お
か
な
い
と
、
願
い
を
か
け
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
仏
さ
ま
で
す
」

「
お
じ
ょ
う

ち
ゃ
ん
も
、
お
ば
あ
ち
や
ん
と
い

っ
し
ょ
に
ぜ
ひ
お
寺

に
お
参
り

に
来
て
、
仏

さ
ま
の
お
話
を
お
聴
聞
し
て
み
て
く
だ
さ
い

ね
」普

段
の
お
勤
め
の
あ
と
は
、
他
愛

の
な
い

世
間
話
に
な
り
が
ち
で
し
た
が
、
〈
フ
日
は
仏

さ
ま
の
話
で
も
ち
き
り
で
す
。

「
一
緒
に
拝
読

し
て
も

ら
う

と
、
仏
さ
ま
の

お
話
を
す
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
が
多
く

て
、
み
な
さ
ん
本
当

は
、
仏
さ
ま
の
教
え
を

聞
き
た
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
た
ん
だ
な
あ
と
、

実
感
し
て
い
ま
す
。
」

若
院
さ
ん
は
聖
典
と
、
『
拝
読

浄
土
真

宗
の
み
教
え
』
を
ふ
ろ
し
き
の
中
に
し
ま
い
、

足
取
り
も
軽
く
、
次
の
お
参
り
先
の
お
宅
に

向
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。

『拝
議

浄
土
糞
宗
の
み
教
え
』

の
剛
い
方

『
拝
議

浄
土
真
宗
の
み
教
え
』
は
、

ご
本
尊
の
前

で
、
自
ら
声

に
出
し
て

拝
読

す

る
も

の
と
し

て
作

ら
れ

て

い
ま
す
。

本
書
四
六
買
吟
「拝
読
に
つ
い
て
』

に
は
、
日
常

∽
勤
行

や
、
デ
」
法
謹

で

拝
読

す

る
際

の

一
例
が

紹
介

さ
れ

て
い
ま

す
。
ま
た

こ
の
他

嘔

次
の

よ
う
な
使

い
方
も
考
え
ら
れ

ま
す

．

◎
ご
法
話
の
幸

て
、
お
参

り
の
方

々

と

一
緒

に
薄

を
含

わ
せ

て
拝

読

す
る
。

③
昧
わ

い
深

椰

一
文

を
抜
粋

し

て

掲
示
伝
道
に
用
椰
る
。

Ｏ
法
座

や
勉

強
会

の
テ
キ

ス
ト

と

し
て
読

み
深
め
る
。

ア
イ

デ

ア
次
第

で
様

々
な
用

い

方
が

で
き

る
こ
と

で
し
よ
う
。

な
ん
と

な
く
議

み
通

し

て
い
た

部
分
も
、
繰
り
返
し
薄

に
出

し
て
拝

議
す
る
中

で
、
徐

々
Ｌ
妹

わ
い
漂

■

も
鈴
に
な

っ
て
い
き
ま
す
〓
一
語

一

語

の
背

景

に
あ

る

み
教

え

の
意

味

が

知
ら
れ

、
一譲
み
返
す
た
び

に
、
さ

ま
ざ

験
な
想

い
が

胸

の
中

か
ら
わ

き
上
が

っ
て
く

る
こ
と

で
し
よ
う
。

折

に
触
れ

て
頁
を
開
き
、
尊
前

で

拝
議
し
、
み
教
え
∽
理
解
と
昧
わ

い

を
深

め

る

一
動

に
し

て
い
た

だ
き

た
い
と
思

い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
尊
前
で
、
士円
を
合
わ
せ
て

一
拝
読

浄
土
真
宗
の
み
教
え
』
を
拝
読
し

て
い
る
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

月
に

一
度
の
「
月
参
り
」
の
一
コ
マ
で
す
。

い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に

「
正
信
念
仏
偶
」

を
お
勤
め
し
、
若
院
さ
ん
が

『
御
文
章
』
を

読
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
、
若
院
さ
ん
が
、
ふ
ろ
し
き
の

中
か
ら
黒
い
表
紙
の
『
拝
読

浄
土
真
宗
の

み
教
え
』
を
取
り
出
し
て
、
勧
め
ら
れ
ま
し

た
。

「
今
日
は
ご
」
れ
を

一
緒
に
拝
読
し
ま
し
ょ

つヽ
」



東
山

七
条
周
辺

/
,総

仏
教
×
散

日
本
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ

て
１
５
０
０
年
。

そ
の
教
え
は
、
人

々
の
心
に
受
け
継
が
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
の
こ
し
て
き
ま
し
た
。

カ
メ
ラ
と
地
図
を
片
手
に
歩
く
と
、

ふ
だ
ん
何
気
な
く
通
り
過
ぎ
る
路
地
裏
に
、

意
外
な
日
本
仏
教
の
風
景
が

見
え
て
き
ま
す
。

今
回
は
、
平
安
時
代
、
政
治
と
仏
教
の
中
心

で
あ

っ
た
東
山
七
条
の
地
に
、
親
鸞
聖
人
の

面
影
を
訪
ね
ま
す
。

阿
弥
陀

ケ
峰

春
は
曙
。

や
う

や
う

白

く

な
り

ゆ
く

、

山
際
す

こ
し
あ
か
り
て
、

紫
だ
ち
た
る

雲

の
細

く

た
な
び
き
た
る
。

春

の
夜

明
け
、
峰

々
の
稜
線
が

し
だ

い

に
明
る
く
な

っ
て
い
く
風
景
を
賞
賛
す
る

『
枕
草

子
』
の
あ
ま
り

に
有
名
な

一
段

。
実

は
後
段

で

「峯

は
、
あ

み
だ

の
峯
」
と
述

べ

て
い
る
こ
と
を
ご
存
知
だ
ろ
う
か
。

清
少
納

言
が

高

く
評
価

す

る

「
あ

み
だ

の
峯

碕

弥
陀
ケ
嵯

」
は
、
東
山

三
十
六
峰

の

ひ
と

つ
。
本

願
寺

の
位

置
す

る
六
条

堀
川

か
ら
眺

め

て
東

に
拡
が

っ
て
い
る
。
本

願

寺
か
ら
は
七
条
通
り
を
ま

つ
す
ぐ
東

へ
。
峰
々

を
眺
め
な
が
ら
ゆ

つ
く
り
歩

い
て
三
〇
分

ほ
ど
。
山
麓
に
は
、
二
十

三
問
堂
、
智
積
院
、

方
広
寺
な
ど
中
世
以
来

の
寺
院
が
密
集
す

る
。

後

自

河

法

皇

の

観

所

修
学
旅
行
生
や
観
光
客
で
ぎ
わ
う
東
山

七
条
周
辺
。
か

つ
て
は
平
安
後
期
に
三
五

年
間
も
の
長
き
に
わ
た

つ
て
院
政
を
し
い

た
後
白
河
法
皇
２

一
一毛

～
二

九
こ

の
御

所

「法
住
寺
殿
」
が
あ

っ
た
。
法
皇
が
創
建

し
た
蓮
華
王
院

書
平

一一商
事

の
ほ
か
、
多

く
の
塔
堂
伽
藍
が
建
ち
並
ぶ

一
大
宗
教
都

市
で
あ

っ
た
。

現
在
、
跡
地
の

一
角
に
は
ホ
テ
ル
「
ハ
イ
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感換

難
1三 十三 P8P堂 前の「七條甘

呑堂_て |ま 、季節の和菓子

●楽 しめる .2「 国家安康

3鐘 _て 有 名 な豊 臣秀吉

違
=の

方広寺もすぐ近 く。

3三 十三問堂裏の法住寺。

毎年 5月 には後 白河法皇

忌が営まれる。4親鸞聖人

そば喰いの本像。5法住寺

前の石碑。6法住寺ご住職

の赤松隆成師。近年は「今

様」の復元 にも取 り組 ん

でいる。7七条通 りよ り阿

弥陀ケ峯を眺める。

ア
ツ
ト
リ
ー
ジ

エ
ン
シ
ー

京
都
」
が
建

つ
。

ホ

テ
ル
内

の
レ

ス
ト

ラ
ン
か
ら
は
、
当
時

の
面
影
を
遺
す
庭
園
を
眺
め
る
こ
と
が

で

き
る
。

浄

土

へ
の

醸

掛

あ
か
月
静
か
に
寝
覚
め
し
て
、

思
へ
ば
涙
ぞ
抑
へ
敢
へ
ぬ
、

停
く
此
の
世
を
過
し
て
は
、

何
時
か
は
浄
土
へ
参
る
べ
き

亀
梁
塵
秘
抄
』巻
二
）

歌
謡

５

営

の
名
手
と
し
て
も
知
ら
れ

て
い
た
後
白
河
法
皇
。
晩
年
に
は
『
梁
塵
秘

抄
』
を
編
纂
し
、
浄
土
往
生

へ
の
思
い
を
歌

っ
た
多
く
の
法
文
歌
を
収
録
し
た
。
法
皇
は
、

建
久

三

２

一
を

こ
年
、
お
念

仏
を
称

え
な

が

ら
六
六
歳

の
生

涯
を
終

え

る
。
比
叡
山

に
て
学
道

に
邁
進
し

て
お
ら
れ
た
親
鸞
聖

人
、
二
十
歳
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

親

鸞

璧

人

と

法

窪

議

「
最
近

は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な

′、
３

で
す
が

、
フ」
の
地

は
浄
土
真
宗

と

も
こ
ξ
．

が

深

い
ん

で
す
よ

一
と
法
住
寺

二
・亀

三
二
〓

８

ご
住
職

の
赤
松
隆
成
師

６

３

３
法
倅
一寺

に
は

「親
鸞
聖
人

そ
ば
喰

い
の
本
像
」
が
安

置
さ
れ

て
い
る
か
ら
だ
。
フ」
の
像
は
、
比
叡

山

西
塔

の
無

量
寿
院

に
あ

っ
た
も

の
が

、

天
保
五

２

八
一一西

）年

に
東
山
渋
谷

の
仏
光

寺

に
移
さ
れ
、
そ
の
後
、
法
住
寺

に
安
置
さ

れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
「そ
ば
喰
い
の
本
像
」

と

い
え
ば
、
親
鸞

聖
人
が

修

行
さ
れ

た
比

叡
山
東
塔

の
大

乗
院
が

有
名
だ
が

、
親
鸞

聖
人

の
比
叡
山
時
代
を
も
の
語
る
も
う

一

つ
の
伝
承
が

こ
こ
に
あ
る
。

多
く
の
伝
承
を
も

つ
親
鸞
聖
人
の
事
跡
ｃ

そ
れ
は
多
く

の
人

々
の
お
念
仏

の
教
え
に

触
れ
た

い
と

い
う
願
い
の
な
か

で
培
わ
れ

て
き
た
も

の
で
あ
る
。
「史
跡
を
歩
く

こ
と

で
、
親
鸞

さ
ん
を
よ
り
身
近

に
感

じ

て
ほ

し
い
」
と
語
る
ご
住
職
。
さ
と
り
を
求
め
苦

し
み
悩
ん
だ
若
き
親
鸞
聖
人
を
偲
び

つ
つ
、

歩

い
て
み
た

い
。

野

呂

靖

薮

学
伝
道

研
究

セ

ン
タ
ー

研
害

巳

敵 歩 メ モ

ー そ ば壌 もヽの本機 つて何 ?

親色聖人が毎夜、六角壼に参吉:す るために比ぶ

豊を抜け出していたF寺 、そばの llLる 舞いがあつたが、

この本像が身代わ りにそばを食べ ていた、という

IIま .こ の伝説は1ヒ 叡山無星寿隅 (競 )ム 住寺 )、 比

=由
大栞院なと各地に伝わるが、文献■で確認 〔

さ
`も

のとしては、近世末の riし叡独無量寿院
=録

|

|1去 t寺 所蔵)が最も古い。比討山 :寺 itの親
=豊

人

t｀ との,1家で 1多 イ
=さ

れていたか、どのように六角

菫に多釜さな́たかを物語る責車な伝承である。



冒
量

慕
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ブロEE― クー世界は「琶 こ言ちで■る

第 1章 寺は死にかけて t.る

第 2章 なぜ仏教の危機なの力`

第 3章 苦界放浪 ―いのちの現場へ

第4章 寺よ、変われ

第 5章 葬儀が変われは、寺は変わる

エ ビローグー寺が変われは社会は変わる

「そうはいってもなあ～J。 この眩きは、本書を読んだ多くの僧侶が、渋面をつくりながら最初に発す

る言葉であろう。恥ずかしながら、評者の最初の言葉もそうであった。

著者の提言の一々は、明快であり、論理的であり、具体的である。仏教界の、特に僧侶のあり方を浮き

彫りにし、その問題点について、「まことにその通 りJと 言わずにはおれないほど明確に指摘 している。
「第2章 なぜ仏教の危機なのか」では、ニユーヨーク タイムズの記事を紹介し、その内容をまとめて、

1葬式仏教が揺らいでいるという危機、2家族的経営である寺が消えるという危機、3葬儀社とのか

かわりによる葬儀の力タチの変化による危機、4檀家システムが崩壊するという危機、5戒名や布施

というお金にからむ悪いイメージを与えているという危機、6そ れらから抜け出すための「あせりJと

いう危機を挙げ、6つの危機を具体的に解説 していく。それらの危機を充分に認識 し、その対応策を講

じて行われているのが、「第4章 寺よ、変われ」「第5章 葬儀が変われば、寺は変わるJで 紹介される著者

の所属寺・神宮寺の活動なのである。それは、「寺は何をしてほしいか」という多くの人々の要望に応え

たものなのである。

著者は、「寺が変わるJと いうことはなかなか困難であることを充分承知 している。「寺は変わる必要

がない」という意識や意見は僧侶イ員」だけでなく、檀家側にも根強いことを述べる。また、僧侶側には「寺

は世俗化すべきではない」という原理的な意識に逃げ込む場合もあり、檀家側には「余分なことをやら

ず、先祖供養だけをやつてもらえばいい」という意見も多いと指摘する。

このような状況の中、伝統仏教の危機の改善をはかるには「強力な変革の意志を持つこと、そして社

会の人々からの支持が必要Jと 著者はいう。「寺とは何をするところかJ「 僧侶とは何をする人かJに つ

いて、著者が導き出した答えは

「社会に起きている、あるいは起きようとしているさまざまなし のヽちJに かかわる難問 (四 簿)

にアクセス(接近)す る。そしてその難間に対して、支えの本性 (利他心)を 発動させ四苦に寄り

添いながら、課題の解決を口|っ ていく、という役割を担うのが坊さんであり、その拠点として寺

があるJ

であつた。

変わるためには動かなければならない。はた して僧侶は動けるのか。「そうはいつてもなあ～」に止

まるだけなのか。本書にも紹介されている『がんばれ仏教 |』 を書いた上田紀行氏が、「既成仏教の各教

団に講演を依頼された際、大変良い話だと讃嘆してくれるものの、僧侶や教団に変化の兆 しは見えないJ

と何かの折 りに話されていたのを思い出す。本書を読んで元気を出し、動き出す僧侶が一人でもいる

ことを著者は願つているに違いない。

評者/森 田 員円 (教学伝道研究センター委託研究員 京都女子大学教授)
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樹心社 2,100円
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本書は、医師として、念仏者として仏法を喜ノゞ著者が、医療法人精光会みやさきホスピタルの機関誌『よ

うこそ』に綴つてきた言葉をまとめ、書籍化 したものである。

医療の場で数々の仏縁に触れ、阿弥陀如来の慈悲を喜んできた経験を著者は記すc病 院には「人間に生

まれた価値、人生の真の意味とは何なのかJと いう問いが渦巻いており、その解決を「仏の教え」に見出し、

「宗教無き医療は不健全であるJと 言う。この思いは、サブタイ トル「医者は坊主でもあれ,に も反映され

ている。

全編を通 して、阿弥陀如来によつて常にいだかれ続けていた我が身であつたことが知らされていく―

冊となつている。

内藤 陽介 著

磐手が饉力機仏鸞 …薫難と順賞…

彩流社 2,100円

著者は、切手などの郵便資料から、国家や地域のあり方を読み解 く「郵便学」を提唱する異色の若手研

究者である。仏像を描いた300点以上の切手をカラー写真で紹介する。図柄の内容に応 じて分類され、切

手の解説を通 して、仏教の概要や歴史を学べるようにもなつている。

紹介される切手の発行地は、日本やイン ドをはじめ、タイなどの東南アジア諸国、中国、韓国、モンゴル、

さらには、イスラム教国のアフガニスタンやパキスタンにまで及ぶ。特に目を引くのは、1998年 、日系

移民 100周 年を記念 してキユーバで発行された、興福寺薬師如来像の切手である。

切手を通 して、発行している国家と仏教との関係を考えてみることも、本書の楽しみ方の一つであろう。

末木 文美士 著

仏 輿 な 議 む 生かも;議 移嚢るぜ、難史

新潮社 1,890円

仏教学者・末本文美士氏が、代表的な仏典を、「従来の固定観念から解き放ち、今日に生きる思想書」と

して読み込んでいつた野心的な試みの成果である。とりわけ、「第一部 死からはじまる仏教」において示

される「死者という異形の他者と正面から向き合う」仏教という視点には、氏の独自性が顕著である。ま

た、『無量寿経』や『教行信証』に対する新 しい解釈は、刺激的とさえ言えよう。

なお、氏の「死 J「 死者」に対する考え方については、『念仏の源流』(本 願寺出版社)に も詳 しい。
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巫

東京人所
蜆:‡:難

だ よ り

東京支所は、膨大な情報が収集・発信されている東京に拠点を置き、

情報の収集・分析作業などを行 つています。その作業の一環として、

新聞各紙 (東 京版)か ら宗教に関する記事をlll集 しています。

マスメディアから発信されるニユースの中には、宗教に関するものも多数含まれています。宗教
「離れ」といわれますが、多くの人々は毎日、ニュース報道を通 じて、宗教に関する情報に「接 し」て

います。ただ し、マスメディアは、世のなかで起つたすべての出来事を報道 しているわけではあり

ません。その中から、「報道する価値」があると判断したことを取 り上げています。これは宗教に関

する出来事でも同様です。

「報道する価値」の有無を判断する基準は明文化されていませんが、それはジャーナ リズムの組

織・業界に身を置いて活動する中で培われていくと考えられています。マスメディアの研究者たち

は、①「社会にとつて『悪い』出来事」、②「社会的に重要な団体・人物に関わること」、③「『公共』に関

わること」、④「規則・継続性のあること」などを、基準として推測しています。

これを宗教にあてはめて考えると、宗教のどういった面がニユースで取り上げられやすいのか

が分かります。個々の例としては、

①宗教者の不祥事

②政治などに関わる宗教団体の動向

③宗教者の社会活動

④長年続き、習俗として定着している行事

などを挙げることができるでしよう。逆にいえば、以下のようなことがらは取り上げられにくいと

いうことです。

①
)一

般寺院でまじめに活動している宗教者

②'一般の寺院

③ '④ '(公共的なものでも、地域の習俗でもなく、私的なものとして捉えられるような)法要 ・)去 座 な ど の 教 イじ舌動

こうした価値基準は、「宗教」に関わる出来事に対 してのみ適用されているわけではありません。

しかし、特定の価値基準に適つた「宗教」の一面ばかりがニュースで取 り上げられると、人によつて

は、ニユースに取 り上げられない部分の「宗教」を「重要ではない」(ぁ るいはそもそも「存在しない」)と 判

断して しまう可能性があります。「報道する価値」の有無を判断する基準は、記事の内容を制約する

だけではなく、人々の宗教観にも影響を与えているといえるかもしれません。

江田 昭道 (教学伝道研究センター 研究員)

※『家教と璃代がわかる本20霧 OI(平 凡社)に は、本稿を増機した朦編を握載してもヽます。

サ|



現
代
社
会
の
「
自
死
」
を
考
え
る

多
く
の
人
が

一
生
き
づ
ら
さ
｝
を
感
じ
て
い
る
時
代

そ
の
苦
悩
に
寄
り
添
う
た
め
に

「自
殺
は
悪
で
」
と
…
」

し
ば
し
ば
、
」ゝん
な
言
葉
に
出
あ
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
死

に
対
す
る
偏
っ
た
見
方
、
現
実
の
自
死
へ
の
無
知
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
自
死
は
あ

っ
て
ほ
し
く
な
じ

」
と
で
す
。
し
か
し

「
自
死
は
悪

い
こ
と
」
レ
い

う
言
葉
を
聞
い
た
遺
族
の
方
は
、
大
切
な
人
を
責
め
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
し
ま
つ
。
な
ぜ
自
死
は
悪
い
と
い
わ
れ
る
の
か
、

あ
ら
た
め
て
考
え
て
い
き
た
い
命
題
で
す
。

◆
　
　
◆

「
い
の
ち
を
粗
末
に
し
た
…
」

こ
う
し
た
言
葉
も
自
死
を
断
罪
し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
」ゝ
れ

も
自
死
の
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
言
葉
で
す
。

）ヽ
」
で
人
間
の
心
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
思
い
を
馳
せ
て
み
ま
し
ま
つ
。

私
た
ち
は
「
生
き
た
い
」
と
い
つ
思
い
を
基
本
的
に
持
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

一

方
で
、
「
死
に
た
い
」
と
で
つ
感
情
も
、
強
弱
の
差
は
あ
れ
、
誰
も
が

一
度
は

感
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ま
つ
か
。
ま
た
、
」ヽれ
か
ら
先
に
は
強

く
そ
う
思
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

自
死
で
亡
く
な
っ
て
い
か
れ
た
方
や
自
死
念
慮
者
に
つ
い
て
も
同
様
で

す
。
最
初
か
ら
「
死
に
た
い
」
な
ど
と
考
え
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
最
後
の
最
後
ま
で
「
生
き
て
い
た
い
」
と
い
つ
思
い
を
持
ち
な
が
ら
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
死
を
選
ぶ
ほ
か
は
な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ

ま
す
。
最
後
ま
で
一
生
懸
命
に
生
き
よ
う
と
し
た
人
を
「
い
の
ち
を
粗
末
に

し
た
」
と
責
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

◆
　
　
◆

さ
て
、
言
葉
は
本
来
、
人
に
勇
気
や
力
を
与
え
て
く
れ
る
は
た
ら
き
を
持

ち
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
自
死
を

「
他
人
事
」
と
し
て
一
般
論
的
に
語
っ
て
し
ま
う
と
、

そ
の
逆
の
作
用
も
は
た
ら
き
ま
す
。
そ
う
し
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
は
当
事

者
の
思
い
を
離
れ
、
そ
の
言
葉
を
耳
に
し
た
人

，
心
を
傷
付
け
、
苦
悩
す
る

人
を
孤
独
へ
と
追
い
や
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
り
わ
け
生
死
に
か
か
わ
る
こ

と
が
ら
に
つ
い
て
は
、
「
他
人
事
」
と
し
て
語
ら
れ
る
言
葉
は
心
に
響
き
ま

せ
ん
。

◆
　
　
◆

無
理
解
・偏
見
の
た
め
に
、
自
死
遺
族
や
自
死
念
慮
者
は
、
そ
の
苦
悩
を

語
り
た
く
て
も
語
れ
な
い
と
い
つ
複
雑
な
感
情
に
苛
ま
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
人
は
先
入
観
や
価
値
観
を
完
全
に
捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
の
意
味
で
私
た
ち
は
、
他
者
の
苦
悩
、
特
に
生
死
に
か
か
わ
る
そ

れ
を
、
本
当
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
苦
悩
す
る
人
と
の
信
頼
関
係
は
、
自
分
の
価
値
観
を
捨
て
、
そ

の
人
の
思
い
に
共
感
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
に
よ
っ
て
紡
が
れ
て
い
き
ま
す
。

共
感
し
よ
う
と
し
て
く
れ
る
人
が
そ
こ
に
い
る
だ
け
で
、
苦
悩
の
氷
が
少
し

ず
つ
解
け
て
い
く
こ
と
で
し
ま
つ
。
独
り
で
は
と
て
も
歩
ん
で
い
け
な
い
よ
う

な
険
し
い
道
に
直
面
し
た
と
き
に
は
、
横
に
並
ん
で
歩
い
て
く
れ
る
人
、
見

ま
も
つ
て
く
れ
る
人
の
い
る
こ
と
が
大
き
な
力
と
な
る
は
ず
で
す
。

◆
　
　
◆

次
回
は
「寄
り
添
う
」
「傾
聴
す
る
」
と
い
？

」と
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

武
田

慶
之
（教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）
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『
註
釈
版
』
に
は
ど
う
し
て

『
末
灯
砂
』
が
な
い
の
で
す
か
？

◎

は
じ
め
に

『
末
灯
妙

』
は
、
親
鸞

聖
人
の
お
手
紙
を

集
め
た
お
聖
教
の
一
つ
で
、
そ
の
名
前
を
ご
存

知
の
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ま
つ
か
。
そ

の
『
末
灯
抄
言
」
関
し
て
、

一
註
釈
版

言
一は
ど
う

し
て
『
末
灯
砂
』

一，
な
い
の
で
す
，か
？

‘
、
よ
ぐ
ご
質

問
を
い
た
だ
き
ま
す
。
今

回

の
一
聖
典
こ
ぼ
れ
話
」
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

お
話
い
た
し
ま
す
。

◎

親

鸞

聖

人

の
お
手

紙

親
鸞
聖
人
に
は
、
関
東
か
ら
京
都
に
戻
ら

れ
て
か
ら
の
約
３
０
年
間
に
、
門
弟

の
質

問

に
答
え
ら
れ
た
り
、
身
の
回
り
の
こ
と
に
つ
い

て
書
か
れ
た
お
手
紙
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
お
手
紙
は
、
現
在
４
３
通
が
数
え
ら
れ
、

親
鸞
聖
人
の
御
自
筆
や
、
門
弟
が
書
き
写
し

た
も

の
、
あ
る
い
は
親
鸞

聖
人
の
没
後
に
蒐

集
さ
れ
て
御
消
息
集
と
い
つ
冊
子
の
形
で
伝

え
ら
れ
た
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
先
の
『
末

灯
砂
』
は
、
覚
如
上
人
の
二
男
で
あ
る
従
覚

上
人
が
編
集
さ
れ
た
も
の
で
す
。

◎

さ
ま
ざ

ま

な
御

消

息

集

そ
の
御
消
息
集
に
は
、
『
末
灯
抄
』
を
は
じ

め
、
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
や

『
御
消
息
集

善
性
本
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
た
御

消
息
集
は
、
複
数
の
お
手
紙
を
一
つ
に
ま
と
め

た
も

の
で
す

の
で
、
様

々
な
御
消
息
集
に
同

じ
お
手
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
た
り
、
一
部
の
御

消
息
集
に
し
か
収
め
ら
れ
て
い
な
い
お
手
紙

が
あ
つ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
順
番

も
年
代
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
「
親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
の
す
べ

て
を
年
代
順
に
読
み
た
い
」
と
思
っ
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
御
消
息
集
に
何
が
収
め
ら
れ
て
い

る
か
を
理
解

し
て
い
な
け
れ
ば
、
見
落
と
し

か
ね
ま
せ
ん
。

◎

『
註
釈
版
』
の
「
親
鸞

聖
人
御
消
息
」

そ
こ
で
『
註
釈
版
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
御
消

息
集
を
、
お
手
紙
ご
と
に
ご
フ
づ
フ
に
し
て
、

親
鸞
聖
人
の
お
手
紙
の
す
べ
て
を
通
読
で
き

る
よ
う
に
整
理
し
、
編
集
し
ま
し
た
。
そ
れ

が
『
註
釈
版
』
所
収
の
「
親
鸞
聖
人
御
消
息
」

な
の
で
す
。

で
す
の
で
、
『
註
釈
版
』
の
脚
註
に
示
し
ま

し
た
よ
う

に
、
『
末
灯
抄
』
に
収
録
さ
れ
て
い

る
お
手
紙
は
す
べ
て
「
親
鸞

聖
人
御
消
息
」

に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

◎
『
註
釈
版
』
の
編
集
方
針

で
は
、
そ
の
編
集
の
方
針
に
つ
い
て
簡
単
に

ご
紹
介
し
ま
し
ま
つ
。

先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
親
鸞

聖
人

の
お
手
紙
に
は
、
御
白
筆
の
も
の
、
門
弟
が
書

き
写
し
た
も
の
、
ま
た
御
消
息
集
に
し
か
な

い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
『
註
釈
版
』
で
は
そ

れ
ら
を
、

①

日
付
と
内
容
に
よ
っ
て
年
代
の
確
定
が

で
き
る
お
手
紙

②

日
付
が
月
日
し
か
な
く
、
年
代
の
確
定

に
疑
間
が
残
る
お
手
紙

③

日
付
の
な
い
お
手
紙

の
順
で
整
理
し
て
、
重
複
す
る
お
手
紙
は
ひ

と
つ
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
」ヽ
の
う

ち
①

に
つ
い
て
見
て
み

ま
し
ま

つ
。
年

代
確
定

に
つ
い
て
は
多

く

の

学
者
に
よ
っ
て
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
『
註

釈

版
』
で
も
そ
の
研
究
成

果
か
ら
、
配
置
の

順
序
を
決
め
て
い
ま
す
。

『
註
釈
版
』
の
７
３
７
頁
を
開
い
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
第

二
通

目
に

「
か
た
が
た
よ
り

の
・・こ

で
始
ま
る
お
手
紙
が
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
ン
）
れ
は
、
『
御
伝
砂
』
下
巻
の
第
三
段

に
出
て
く
る
明
法
房
の
往
生
が
記
さ
れ
た
も

の
で
す
。
」ヽ
の
お
手
紙
は
、
最
後

，
４
２
３

の

日
付
に
、
「
建
長
四
年
二
月
二
十
四
日
」
と
あ

り
ま
す

の
で
、
親
鸞

聖
人
が
８
０
歳

の
時
に

書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
に
第
三
通
目
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と

今
度
は
日
付
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」ヽ
れ
で
は
い
つ

書
か
れ
た
も
の
か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
は

「
明
法
御

房

の
御
往

生
の

こ
と
」
と
あ
っ
て
、
先

の
明
法
房
の
往

生
に
つ

い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
」ヽ
の
こ
と
か
ら
こ
の

お
手
紙

は
第
二
通

日
と
同
じ
時
期

に
書
か

れ
た
も
の
と
考
え
て
「
①

年
代
の
確
定
が
で

き
る
お
手
紙
」
に
分
類
で
き
る
わ
け
で
す
．

◎

最

後

に

こ
の
よ
う

に
『
註
釈
版
』
で
は
、
親
鸞
聖
人

の
お
手
紙
の
す
べ
て
を
、
年
代
順
に
読
ん
で
い

た
だ
け
る
よ
う
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

一
見

『
末
灯
抄
』
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
み
え
ま
す
が
、
実
は
こ
う

し
た
か
た
ち
で

収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

教
学
伝

道

研
究

セ
ン
タ
ー
で
は
、
『
親
鸞

聖
人
御
消
息

古
心
信
尼
消
息

翁

代
一呻魃

』
も

刊
行
し
て
お
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て
ご
拝
読

下

ンご
い
。

塚
本

一
宣
（
一教
学
伝
道
研
究
―
ン
タ
ー
研
究
塁

， 膝
田

菫
（証

一教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー

研
究
助
手
）

親鷲聖人御真筆「ひたちの人 の々御中へJI本願十蔵)

『註釈版聖典』799頁所収



仏教と看護 〈1〉

看病の規則が定められたわけ

私たちは仏教の教えを実際の生活にどのように活かしていつたら良いのでしようか。

そのことを考えていく上で大いに参考となるのが「律蔵」です。律蔵には、釈尊が定め

た生活規則とその規則が定められた由来が記されています。そのため、そこに当時の

仏教者の生き生きとした生活を垣間見ることができるのです。このシリーズでは、そ

うした仏教者の生活の場から、仏教における看病の問題について因縁謂を紹介 しなが

ら考えていきます。

このような話です。ある日、釈尊が阿難を連れて僧坊を巡回していたところ、一人の

病気の比丘 (男性の出家修行者)が糞尿の中に横たわつているのを見つけました。釈尊と阿

難はその比丘から「誰も彼を看病する者がいない」と聞き、比丘の体を水で洗いきれい

にしました。その後、釈尊は他の比丘たちを集めて、「なぜ看病 しないのか」と尋ねまし

た。すると比丘たちは「かの比丘は他の比丘たちに何もしませんでした」などと答えま

した。それに対 して、「出家者たちには父母兄弟がいないのだから、相互に看護 しなけ

ればなりません」と釈尊は答えました。これによつて、サンガでは、重い病気になつた

修行者を、修行仲間がきちんと看病するという決まりができました。

なお、この箇所は単なる看病ではなく、基本的には終末期の看病を問題にしている

と思われます。というのも、ここで話題になつているのが寝たきりの重病人だからです。

また、この因縁謂に前後 して死者の衣を分配する規則の話が収められていることも、

ここでの病人が重病人であることを示 1変 しています。

「律蔵」の中には、今回ご紹介 したもの以外にも、病人の看護に関するエピソー ドが

見られます。次回以降では、そんなエピソー ドや看病のきまりについて、詳 しく紹介 し

ていきたいと思います。

鈴木 健太 (北海道武蔵女子短期大学 講師/元教学伝道研究センター研究助手)
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一

教 学 相 談 メモ

便tll l『 季Tllせ いてん』
御影堂はなぜ [ご えいどう」と呼ばれるのか ?      ‐

教学相談に寄せられる質問は、いくつかの分野に大別することができます。
「み教え」「仏事」「物事の由来」。この中で回答するのが難しいのはどの分野の質問だと思われますか。

「み教え」・…最も大切なことですから、もちろん簡単に答えられるわけではありません。しかし、常

に伝えるべきはご本願です し、様々な先生方が丁寧に書かれた参考資料も豊富にあります。回答の道

筋に悩むことはあっても、サジを投げることはありません。  |
「仏事」・…圧倒的に多い質問です。作法の正誤だけではなく、その土台となつているみ教えにこそ心

を向けていただけるような回答を目指 しています。こちらもやはり、回答方法に悩むことはあつても、

結論自体は明確です。

「物事の由来」・…実はこれがある意味で一番難 しいのです。例えばこんな質問。

「〈御影堂)を 、他宗派では〈みえいどう〉と読むことが多いと思うのですが、どうして西本願寺では〈ご

えいどう〉と読むのですか ?」

こうした素朴な事柄は、理由がいちいち説明されていないこと
―
が多 く、既知の資料に記述がなけれ

ば答えることは非常に難 しくなつてきます。もちろん、根拠のない憶測をお伝えすることはできませ

ん。せめて専門の先生の見解なりともお聞きできれば■。

それがで きるのです。『季刊せ いてん』No.87に 掲載 された座談会「御影堂 にこめ られた匠の技」で

の、自石悦二氏 (京 者5府教育庁指導部文化財保護課専門幹)と 岡村喜史氏 (龍谷大学准教授)と のや りと りを見てみ

ま しよう。

自石 本願寺の歴史を一通り見て読み取れる内容ですが、岡村先生もご存知でしょうが、当初は「影堂

(えいどう)」 と呼ばれていたはずだと思います。ただ、「影堂」という名称に敬語的に「御」をつける。そ

の 現 れ が 、覚 信 尼 さん の 譲 状 に「 御 ゑ い た う」帖 安三年〈-1八〇〉トナ]三 1卜 六日 専 pll房 知 と出 るもの が 一 番

最初の文言で、漢字と平仮名が書いてあるから、はっきりとはわかりませんが、おそらく「ごえいどう」で

なくして、「おんえいどう」であろうと考えています。

その他にも代々の譲状がありますね。あれには初めの時期には「影堂Jと しか書いていなくて、途中

から「御影堂」と「御」をつけて書くようになっていますね。ふりがなが振っていないので、読み方は正

確にはわからないのですが、その三文字が使われています。それがいつ頃かというと、見た限りでは、

l‐ 四世紀の中ごろから十五世紀のはじめぐらいまでは、「御」があってもおそらく敬語的な意味合いで

あって、単語としては「影堂」という名称であったと受け取っています。

岡村 一般的には「御影 (み えい)」 というお姿があって、それを安置するお堂という意味で御影堂という

のですが、本願寺の場合は、「影堂」というお堂が出来上がってそれに対する敬称がついているという
ので、区切るところが違うと思うんですね。

歴史的にも本願寺は「御影堂」という言い方を早くからしていたと思うんですね。(42～ 43頁 )

「聖典セミナー」で真宗聖典を学びつつ、他の解説書では言及されにくい、こうした浄土真宗の細か

な事項を知ることもできるのが『季刊せいてん』のユニークなところ 111。 いつどんな記事が役に立つ

かわかりません。定期購読はしているけれど、本棚の肥やし、あるいは積ん読になつているという方は、

ぜひこの機会にご―読を |121

人から質問を受けて、色 調々べてみたけどどの資料にも情報が出ていない…と思つたら、こんなと
ころに |『季刊せいてん』は、そんなささやかな楽 しみを与えてくれるかもしれません。

111し に|,'あ |"''11 1の歌」〕初
=I Ntr i■

■
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2009年 度 教学シンポジウム

「真宗の土徳 ～地域に薫る念仏～」を終えて

‐||  ・ |'■  || ||   | :  : ||   'lt ‐. |

|■ ■ ||■ |||■ |‐ ■ ||11:■ 111‐

12月 15日 吹 )、 教学シンポジウムが、「真宗の上徳 ～地域に薫る念仏～Jを テーマに開催されました。

真宗地帯と呼ばれる地域には、地域ごとにさまざまな特徴があります。このシンポジウムでは、お念仏を後世ま

で伝えていきたいという思いが各地に共有 していることを教えていただきました。

本願寺の門前町に目を向けてみると、「朝の喚鐘に合わせて店を開け、本山が閉門すると店を開める」といつた

日常風景が今もあります。また、本願寺の御正忌報恩講や降誕会などは、開明社の方々のご協力によつて成 り立つ

ていることをご存 じでしようか。開明社とは、長い歴史に渡 り本願寺を護持 してきた、本願寺御用達商の方々です。

御正忌報恩講では、紋付き袴・羽織を着た開 B月 社の方々によるお手伝いの姿を見ることができます。このように開

明社は、今も本願寺を支える大切な組織なのです。

同様に、各地域にも多くの「講」組織があり、長い歴史を通 して本願寺を支えていただきました。2009年 4月 に

修復が完了した御影堂は、この「講」組織をはじめ、多くの方々のご支援によるものであつたことが、シンポジウム

では報告されました。このように本願寺は、全国の問信徒や、門前町や開明社など近隣に住む人たちの思いによつ

て支えられているのです。

各地にも寺院を中心として、さまざまな「土徳」が育まれています。普段、何気なく行つている習慣の中に、お念

仏を伝えようとする先人たちの思いが受け継がれています。皆さまの身近でも、知らず知らずのうちに醸郁 (′ 3、 くい

く)た る「土徳」が育まれているかもしれません。

那須 公昭 (教学伝道研究センター 研究助手,

レ 学シンポジウム 真 宗 の 土 徳 ～地域に薫る念仏～ 』(2010年 刊行予定)

第 1部 「門前町の真宗文化」

①門前町に関する提言―まちつくりと人づくり/丼口富夫(龍 谷大学教授)

●間明社の紹介/宇佐美直秀(開 明社I里事長)

第 11部 「御影堂 をささえるもの」

llfl影 堂 を さ さえるもの /菅 原 健 -lNHKエ ンタ ーブライズ )

第 Ⅲ部 「各地域の真宗文化」

C)真 宗門徒のFI俗文化伝承 /蒲 池勢至(同 朋大学講師)

●江戸時代の寺院由緒言からみる広島の真宗信f3′
/引 野 亨輔(福山大学准教授)

ノヽネルデイスカッション /コ ーティネーター ,舌 暴秀紀(京 都女子大学講師)
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東
京
支
所
発
行
の
メ
ル
マ
ガ
で
「
声
」
と
い
つ
文
字
を
検
索
す
る

と
、
「
人
び
と
の
声
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

に
驚
か
さ
れ
る
／
誰
の
声
か
特
定
さ
れ
な
い
「
匿
名
」
が
特
徴
だ
／

「
～
と
い
う
声
が
聞
か
れ
た
」
「
ヽ
と
い
つ
批
判
の
声
が
あ
っ
た
」
と

い
っ
た
よ
う
に
／

特
定
さ
れ
な
い
声
は
、
し
ば
し
ば

で
心
な
い
声
」
と
な
り
人
び
と

を
苦
し
め
る
／
研
究
所
で
は
自
死
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
「
自

死
は
わ
が
ま
ま
」
「
自
死
は
命
を
粗
末
に
し
て
い
る
」
と
い
う

コ
戸
」

が
聞
こ
え
て
く
る
／
こ
う

し
た

コ
戸
」
に
よ
っ
て
、
」退
族
は

コ
肩
身
の

狭
い
思
い
で
暮
ら
し
て
」
い
る
／

釈
尊
は
、
自
死
念
慮
の
弟
子
に
戻
叩
を
大
切
に
」
と
は
告
げ
ず
仏

法
を
説
い
た
／
生
と
死
の
境
界
線
上
に
立
っ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、

「
命
を
大
切
に
」
と
い
う
言
葉
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
／
自

死
念
慮
の
弟
手
に
、
他
の
弟
子
た
ち
は

「
生
き
て
」
と
声
を
挙
げ
て

世
話
を
し
た
／
）弔
子
が
自
死
し
た
時
も
、
釈
尊
は
、
そ
の
死
を
責
め

る
こ

ｆヽ
（，
ヽ
、
生
前
に
つ
い
に
静
か
に
語
っ
た
／

遺
族
ケ
ア
に
取
り
組
む
平
山
正
実
氏
の
「
自
死
者
の
名
誉
回
復

文
〓

一
部
）
を
紹
介
し
よ
う
／

「
わ
た
く
し
た
ち
は
、
自
死
者
は
い
の

ち
を
大
切
に
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
か
え
る

問
題
で
や
む
に
や
ま
れ
ず
、
み
ず
か
ら
の
命
を
絶
た
ざ
る
を
え
な
い

状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
」
／

「
わ
た
く
し
た
ち
は
、

自
死
者
は
繊
細
、
純
粋
、
心
や
さ
し
く
、
死
ぬ
ま
で
精

一
杯
努
力
し
、

ま
じ
め
に
生
き
て
き
た
人
た
ち
で
あ
る
と
考
え
ま
す
」
／

弥
陀
の
よ
び
声
を
い
た
だ
く
も
の
と
し
て
、
念
慮
者
や
遺
族
の
声

に
耳
を
傾
け
、
偏
見
の
な
い
声
を
届
け
て
い
き
た
い
と
思
う
／

藤
丸

智
雄
（教
学
伝
道
研
究
セ
ン
タ
ー
常
任
研
究
員
）
　
　
一

自死 とわた したち
～さ まざ まな課 題 にむ きあ つて ～

編集 :教 学伝道研究センター

本願寺出版社千」 800円

本願寺で開催したフォーラムの記録集。奈良女子

大学の清水新二氏による基調講演「身近な自死と

社会的対応― 仏僧、仏教界への期待―Jを はじめ、
パネルディスカッションなどを収録。自死遺族の

支援を通して僧侶や寺院の役割を探る。自死対策

に関する入門書として最適。

自,こ とわ/

浄土 真宗聖 典 の学習誌

季刊せいてん

編 集 :教 学伝 道研 究セ ンター

本願寺 出版社千J 700円

聖典拝読の手引に、グループ

学習のテキス トに適 した、浄

土真宗の教えを読んで味わ

う学習誌。

季刊せいてん戚昴

』警L杜
真宗聖

憮圭饗窯董焼祖篇盤釈版』里L
撓素文字列:‐           r=轟 =.14■ |

1二競輩罐tt  玉懸賢     警雪警■出腱

インターネットでお聖教の検索ができるということはご存知でしょうか?
「あの言葉はお聖教のどこに出ていたかな ?Jと か「親鸞聖人はこの言葉を

どのように用いられているだろうか ?Jと いうことを知りたい時、検索した
いお聖教を選び (複 数選択可 )、 調べたい語句を入力して、検索ホタンをクリ
ツクすれば、瞬時に検索結果が表示されるという優れもの、それがこのオン

ライン検索なのです。

この検索システムでは、本願寺出版社より発行されている『

'争

土真宗聖典J

(註釈版 [初 版 第二版]註釈版七祖篇 原典版 原典版七祖篇)に 収載されて

いるすべてのお聖教について検索することができます。

また、『浄土真宗聖典Jに収載されているお聖教本文のフルテキス トデータ

も、『浄土真宗聖典』聖教データベースのページよリダウンロー ドすることも
できます。

みなさんの聖典の学習、教学の研鑽、学術研究に是非ご活用ください。

http://crs hongwanji or jp/kyogaku/oniine htm

『浄土真宇聖暮』寸ンテギ lノ キ晏帝

所長あいさつ

「あなかしこJ第 2号 をお届けできるはこびとなりました。

創刊 写
‐をお読み下さった多くの方々から好意的な評価をお

寄せいただきましたこと、誌面を借りて、厚く御礼中し上げます。

あるご住職さまから「もっと部数を増やして販売してくれた

ら、何冊か買ってご門徒にも配りたいJとのお言葉をいただき

ました。現在は、寺院数分の部数ですが、よりいっそうの内容

の充実はもとより、部数の拡大にも視野を広げることができれ

ばと願っています。

現在、研究所が課題として取り組んでいる諸問題は、宗

門が直面している最先端の課題であります。研究所では、親

鸞聖人のみ教えを基本視座として、これらの課題を解決す

べく歩みを進めております。

この「あなかしこ」が、教学の振興に資すると共に、現代の

諸問題についての理解と視座を共有する媒体となりうれば

幸いです。

今後とも、ご指導とご支援を切にお願い申し上げます。

満井 秀城 (本 願寺教学伝道研究所 所長)

教学伝道研究センターhttp://crs hongwanjl orjp/kyogaku/
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